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一
　
餓
鬼

世
の
中
は
推
し
移
つ
て
、
小
栗
と
も
、
照
手
と
も
、
耳
に
す
る
こ
と
が
な
く

な
つ
た
。
子
ど
も
の
頃
は
、
道
頓
堀
の
芝
居
で
、
年
に
二
三
度
は
必
見
か
け

た
の
が
、
小
栗
物
の
絵
看
板
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
の
若
い
衆
の
祭
文
と
言
へ

ば
、
き
ま
つ
て
「
照
手
車
引
き
近
江
八
景
」
の
段
が
か
た
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
芝
居
で
は
、
幾
種
類
と
あ
る
小
栗
物
の
ど
れ
に
も
「
餓
鬼
阿
弥
」
の
出

る
舞
台
面
は
逃
げ
て
居
た
。
祭
文
筋
に
も
、
餓
鬼
阿
弥
の
姿
は
描
写
し
て
居

な
か
つ
た
。
私
ど
も
ゝ
、
私
よ
り
古
い
人
た
ち
も
、
餓
鬼
阿
弥
の
姿
を
想
ひ

浮
べ
る
標
準
を
ば
持
た
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
合
巻
類
に
は
、
二
三
、
餓
鬼
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阿
弥
の
姿
を
描
い
た
の
も
あ
る
け
れ
ど
、
此
も
時
々
の
、
作
者
々
々
の
創
意

の
ま
じ
つ
て
ゐ
た
事
と
思
は
れ
る
。

だ
か
ら
私
ど
も
は
、
餓
鬼
阿
弥
と
言
ふ
称
へ
す
ら
、
久
し
く
知
ら
ず
に
居
た
。

現
に
祭
文
語
り
の
持
つ
稽
古
本
や
、
大
阪
板
の
寄
せ
本
な
ど
を
見
て
も
、
大

抵
は
が
き
や
み
と
書
い
て
居
る
。
「
阿
弥
」
か
ら
「
病
み
」
に
、
民
間
語
原

の
移
つ
て
来
た
事
が
見
え
る
。
私
の
根
問
ひ
に
弱
ら
さ
れ
た
家
の
母
な
ど
は

「
か
つ
た
い
や
。
疳
や
み
や
ろ
」
な
ど
言
う
て
居
た
。
勿
論
、
母
た
ち
に
わ

か
る
筈
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
熊
野
本
宮
に
湯
治
に
行
く
病
人
と
言
ふ
点
、

お
な
じ
く
毒
酒
か
ら
出
た
病
ひ
の
俊
徳
丸
に
聯
想
せ
ら
れ
る
点
か
ら
、
癩
病

と
考
へ
も
し
、
餓
鬼
と
言
ふ
名
か
ら
、
疳
に
思
ひ
寄
せ
た
事
と
思
は
れ
る
。

其
程
「
が
き
や
み
」
で
通
つ
て
居
た
の
で
あ
つ
た
。
此
は
一
つ
は
、
此
不
思
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議
な
阿
弥
号
の
由
来
を
説
く
「
う
わ
の
が
原
」
の
段
の
か
た
ら
れ
る
事
が
稀

に
な
つ
た
為
と
思
は
れ
る
。
陰
惨
な
奇
蹟
劇
の
気
分
の
陳
い
纏
は
り
か
ら
、

朗
ら
か
で
闊
達
な
新
浄
瑠
璃
や
芝
居
に
移
つ
て
行
つ
た
の
が
、
元
禄
の
「
人

寄
せ
芸
」
の
特
徴
で
あ
つ
た
。
主
題
と
し
て
は
、
本
地
物
か
ら
い
ぶ
せ
い
因

縁
物
を
展
開
し
て
行
つ
て
も
、
態
度
と
し
て
段
々
明
る
さ
を
増
し
て
行
つ
た
。

此
が
餓
鬼
阿
弥
の
具
体
的
な
表
現
を
避
け
た
原
因
で
あ
る
。

小
栗
判
官
主
従
十
一
人
、
横
山
父
子
に
毒
を
飼
は
れ
て
、
小
栗
一
人
は
土
葬
、

家
来
は
す
べ
て
屍
を
焚
か
れ
た
。
こ
の
小
栗
の
浄
瑠
璃
の
定
本
と
も
言
ふ
べ

き
も
の
は
、
説
経
正
本
「
を
ぐ
り
判
官
」
〔
享
保
七
年
正
月
板
行
〕
で
あ
ら

う
と
思
ふ
が
、
此
方
は
、
水
谷
氏
の
浄
瑠
璃
の
筋
書
以
外
に
、
ま
だ
見
て
居

な
い
。
国
書
刊
行
会
本
の
「
を
ぐ
り
の
判
官
」
は
や
ゝ
遅
れ
て
居
る
ら
し
い
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が
、
説
経
本
と
筋
立
て
の
変
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
或
は
一
つ
本
の
再
板

か
、
別
な
説
経
座
或
は
其
他
の
浄
瑠
璃
座
で
刊
行
し
た
正
本
な
の
か
も
知
れ

な
い
。

と
に
か
く
、
国
書
刊
行
会
本
に
従
う
て
筋
を
つ
ぐ
。
「
さ
て
も
其
後
、
閻
魔

の
庁
で
は
」
家
来
十
人
は
娑
婆
へ
戻
つ
て
も
よ
い
が
、
小
栗
は
修
羅
道
へ
堕

さ
う
と
言
ふ
事
に
な
る
。
家
来
の
愁
訴
で
、
小
栗
も
十
人
の
も
の
ど
も
と
共

に
、
蘇
生
を
許
さ
れ
る
。
魂
魄
を
寓ヤド
す
べ
き
前
の
世
の
骸
を
求
め
さ
せ
る
と
、

十
一
人
と
も
荼
毘
し
て
屍
は
残
ら
ぬ
と
言
ふ
。
そ
れ
で
は
と
言
ふ
の
で
、
十

人
に
懇
望
し
て
脇
立
の
十
王
と
定
め
て
、
小
栗
一
人
を
蘇
生
さ
せ
る
事
に
な

る
。
そ
し
て
其
手
の
平
に

　
　
こ
の
者
を
熊
野
本
宮
の
湯
に
つ
け
て
た
べ
。
こ
な
た
よ
り
薬
の
湯
を
出
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す
べ
し
。
藤
沢
の
上
人
へ
参
る
。
王
宮
判
。

と
書
い
て
、
人
間
界
に
戻
し
た
。
藤
沢
の
上
人
「
う
わ
の
が
原
」
の
塚
を
過

ぎ
る
と
、
塚
が
二
つ
に
割
れ
て
、
中
か
ら
餓
鬼
が
一
体
現
れ
た
。
物
を
問
う

て
も
答
へ
な
い
。
手
の
ひ
ら
を
見
る
と
、
閻
魔
の
消
息
が
記
し
て
あ
る
。
そ

れ
で
藤
沢
寺
へ
連
れ
戻
つ
て
、
餓
鬼
阿
弥
陀
仏
と
時
衆
名
を
つ
け
て
、
此
を

札
に
書
き
つ
け
、
土
車
に
う
ち
乗
せ
て
「
此
車
を
牽
く
者
は
、
一
ひ
き
輓
け

ば
千
僧
供
養
万
僧
供
養
に
な
る
べ
し
」
と
書
い
た
木
札
を
首
に
か
け
さ
せ
て
、

擁ダ
護ン
人ナ
の
出
来
る
ま
で
と
言
ふ
の
で
、
小
法
師
に
引
か
せ
て
、
海
道
を
上
ら

せ
た
。
此
続
き
が
す
ぐ
に
、
照
手
姫
車
引
き
に
な
る
の
で
あ
る
。

国
書
刊
行
会
本
の
「
を
ぐ
り
の
判
官
」
は
、
此
段
が
著
し
く
も
つ
れ
て
ゐ
る

や
う
で
あ
る
。
古
い
語
り
物
の
正
本
と
し
て
は
、
此
位
の
粗
漏
矛
盾
は
あ
り
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が
ち
の
事
で
は
あ
る
が
、
肝
腎
の
屍
の
顛
末
の
前
後
不
揃
な
の
は
を
か
し
い
。

こ
れ
は
、
小
栗
土
葬
、
家
来
火
葬
と
き
め
て
よ
い
。
十
王
の
本
縁
も
其
で
よ

く
わ
か
る
の
で
あ
る
。
唯
、
骸
が
ど
う
な
つ
て
居
た
の
か
、
判
然
せ
ぬ
点
が

あ
る
。

正
本
に
よ
る
と

　
　
此
は
扨
措
き
、
藤
沢
の
上
人
は
、
う
わ
の
が
原
に
、
鳶
鴉
か
わ
ら
ふ
比

　
　
立
ち
よ
つ
て
見
給
ふ
に
、
古
の
を
ぐ
り
の
塚
二
つ
に
割
れ
…
…

と
あ
る
の
だ
か
ら
、
小
栗
の
屍
が
残
つ
て
居
た
と
見
え
る
が
、
鳶
鴉
に
目
を

つ
け
て
見
る
と
「
鳶
鴉
が
騒
ぐ
故○

」
位
の
意
味
で
、
元
の
屍
は
収
拾
す
る
事

の
出
来
ぬ
程
に
、
四
散
し
て
居
た
も
の
と
も
見
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
。
古
の

小
栗
の
塚
と
言
ふ
よ
り
も
、
古
の
塚
の
他
人
の
骸
を
仮
り
て
、
魂
魄
を
入
れ
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た
話
を
合
理
化
し
た
も
の
と
見
て
も
よ
い
。

其
は
、
小
栗
の
蘇
生
が
尋
常
の
形
で
な
く
、
魂
魄
と
か
ら
だ
と
が
融
合
す
る

ま
で
に
回
復
す
る
の
に
手
間
ど
つ
て
ゐ
る
点
、
お
な
じ
説
経
正
本
の
「
愛  

ア
イ
ゴ

護 

若 

ノ
ワ
カ

」
で
も
、
愛
護
若
の
亡
き
母
が
娑
婆
へ
来
る
の
に
、
骸
が
残
つ
て
居

な
い
の
で
、
鼬
の
む
く
ろ
を
仮
り
て
来
る
段
が
あ
る
。
此
他
人
の
骸
を
仮
る

点
の
脱
落
し
た
ら
し
い
の
が
、
小
栗
の
蘇
生
を
複
雑
に
考
へ
さ
せ
る
。
私
は

小
栗
説
経
の
古
い
形
は
、
此
で
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
と
は
思
ふ
が
、
姑
ら
く

正
本
に
従
う
て
説
明
し
て
行
か
う
。

四
五
年
前
に
も
一
度
、
小
栗
判
官
伝
説
の
解
説
を
書
か
う
と
し
て
、
柳
田
先

生
に
餓
鬼
つ
き
の
材
料
を
頂
い
た
事
が
あ
つ
て
、
企
て
は
其
ま
ゝ
に
な
つ
て

居
た
。
前
号
に
先
生
の
お
書
き
に
な
つ
た
「
ひ
だ
る
神
の
話
」
を
見
て
、
今
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一
度
稿
を
起
し
て
見
る
気
に
な
つ
た
。

私
自
身
も
実
は
、
た
に
（
た
清
音
）
に
憑
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
経

験
が
あ
る
。
大
台
个
原
の
東
南
、
宮
川
の
上
流
加
茂
助
谷
で
の
事
で
あ
る
。

米
の
字
を
手
の
平
へ
書
け
ば
、
何
で
も
な
か
つ
た
の
に
と
、
後
で
木
樵
り
か

ら
教
へ
ら
れ
た
。

「
ひ
だ
る
神
の
話
」
に
先
生
は
、
名
義
に
就
て
二
つ
の
暗
示
を
含
め
て
置
か

れ
た
様
に
思
ふ
。
一
つ
は
だ
る
が
ひ
だ
る
か
ら
出
て
ゐ
る
と
言
ふ
考
へ
、
今

一
つ
は
、
だ
に
を
本
義
と
し
て
、
虫
の
だ
に
と
一
つ
も
の
と
す
る
考
へ
方
と

で
あ
る
。
此
後
と
も
此
種
の
報
告
が
集
つ
て
来
て
、
先
生
の
結
論
を
、
ど
う

言
ふ
方
面
に
お
誘
ひ
申
す
か
わ
か
ら
な
い
が
、
私
も
此
物
語
に
絡
ん
で
ゐ
る

点
だ
け
の
小
口
を
ほ
ぐ
さ
せ
て
頂
く
。
あ
の
室
生
山
の
入
り
口
、
赤
埴
仏
隆
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寺
の
ひ
だ
る
神
の
事
は
知
ら
な
い
で
居
た
が
、
あ
れ
を
読
ん
で
、
自
分
一
人

思
ひ
合
せ
る
事
が
あ
る
。
中
学
生
で
居
た
頃
、
十
八
の
春
の
夕
、
と
つ
ぷ
り

暮
れ
て
か
ら
一
人
、
あ
の
山
路
を
上
つ
て
室
生
へ
下
り
た
事
が
あ
る
。
腹
が

す
い
て
居
た
け
れ
ど
も
、
あ
る
け
な
か
つ
た
程
で
は
な
い
。
室
生
の
村
の
灯

を
見
か
け
る
様
に
な
つ
て
か
ら
、
棚
田
の
脇
に
か
け
た
水
車
の
落
し
水
を
呑

ん
だ
。
其
水
の
光
り
は
い
ま
だ
に
目
に
残
つ
て
ゐ
る
。
あ
の
報
告
を
読
ん
で

ぞ
つ
と
し
た
。
其
感
銘
を
辿
り
な
が
ら
書
い
て
行
く
。

私
は
餓
鬼
に
つ
い
て
の
想
像
を
、
前
提
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
餓
鬼
は
、
我

が
国
在
来
の
精
霊
の
一
種
類
が
、
仏
説
に
習
合
せ
ら
れ
て
、
特
別
な
姿
を
民

間
伝
承
の
上
に
と
る
事
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
北
野
縁
起
・
餓
鬼
草
子
な
ど

に
見
え
た
餓
鬼
の
観
念
は
、
尠
く
と
も
鎌
倉
・
室
町
の
過
渡
の
頃
ほ
ひ
に
は
、
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纏
ま
つ
て
居
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
二
つ
の
中
で
は
、
北
野
縁
起
の
方
が
、

多
少
古
い
形
を
伝
へ
て
居
る
様
で
あ
る
。
山
野
に
充
ち
て
人
間
を
窺
ふ
精
霊

の
姿
が
残
さ
れ
て
居
る
の
だ
。

餓
鬼
の
本
所
は
地
下
五
百
由
旬
の
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
人
界
に
住
ん
で
、
餓

鬼
と
し
て
の
苦
悩
を
受
け
、
人
間
の
影
身
に
添
う
て
、
糞
穢
膿
血
を
窺
ひ
喰

む
も
の
が
あ
る
。
お
な
じ
く
人
の
目
に
は
見
え
ぬ
に
し
て
も
、
在
来
種
の
精

霊
が
、
姿
は
餓
鬼
の
草
子
の
型
に
近
よ
つ
て
来
、
田
野
山
林
か
ら
、
三
昧
や

人
間
に
紛
れ
こ
ん
で
来
る
こ
と
に
な
つ
た
の
は
、
仏
説
が
乗
り
か
ゝ
つ
て
来

た
か
ら
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
私
は
こ
の
餓
鬼
の
型
か
ら
、
近
世
の
幽
霊
の
形

が
出
て
来
た
も
の
と
考
へ
て
ゐ
る
。
其
程
形
似
を
持
つ
た
姿
で
あ
る
。
而
も

幽
霊
の
腰
か
ら
下
は
、
一
本
足
を
原
形
と
し
た
事
を
示
し
て
居
る
の
で
は
な
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か
ら
う
か
と
思
は
れ
る
。
さ
う
す
れ
ば
や
は
り
、
山
林
を
本
拠
と
す
る
精
霊

な
る
が
故
に
、
お
な
じ
山
の
妖
怪
な
る
一
本
だ
ゝ
ら
或
は
、
片
方
だ
け
に
き

ま
つ
て
草
鞋
を
供
へ
て
居
る
山
の
神
な
ど
ゝ
共
通
す
る
処
が
あ
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

餓
鬼
と
言
ふ
と
、
先
入
主
に
囚
は
れ
勝
ち
に
な
る
か
ら
、
だ
る
の
名
に
沿
う

て
話
を
進
め
て
行
く
。
私
は
山
野
に
居
る
精
霊
類
似
の
も
の
に
、
山
に
入
つ

て
還
ら
な
く
な
つ
た
人
々
の
、
死
霊
の
畏
れ
が
含
ま
れ
て
居
る
の
を
認
め
る
。

だ
る
が
憑
く
と
立
て
な
く
な
る
の
は
、
友
引
き
で
あ
り
、
た
と
ひ
一
粒
の
食

物
乃
至
は
米
の
名
を
聞
か
せ
る
だ
け
で
も
、
怨
念
退
散
す
る
の
は
、
一
種
の

ぬ
さ
に
当
つ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。

13



　
　
　
　
　
二
　
ぬ
さ
と
米
と

聖
徳
太
子
が
、
傍
丘
に
飢
人
を
見
て
、
着
物
を
脱
ぎ
か
け
て
通
ら
れ
た
と
い

ふ
話
は
、
奈
良
朝
以
前
既
に
、
実
際
の
民
俗
と
、
そ
の
伝
説
化
し
た
説
話
と

が
並
び
行
は
れ
て
ゐ
た
事
を
見
せ
て
ゐ
る
。
而
も
其
信
仰
は
、
今
尚
山
村
に

は
持
ち
続
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
此
太
子
伝
の
一
部
は
明
ら
か
に
、
後
世
の
袖
も

ぎ
神
の
信
仰
と
一
筋
の
も
の
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
は
知
れ
る
。
行
路
死
人
の

屍
は
、
衢
・
橋
つ
め
、
或
は
家
の
竈
近
く
埋
め
た
時
代
も
あ
つ
た
、
と
思
う

て
よ
い
根
拠
が
あ
る
。
山
野
に
死
ん
だ
屍
は
、
そ
の
儘
う
ち
棄
て
ゝ
置
く
の

で
あ
ら
う
が
、
万
葉
び
と
の
時
代
に
も
、
此
等
の
屍
に
行
き
触
れ
る
と
、
祓

へ
を
し
て
通
つ
た
痕
が
、
幾
多
の
長
歌
の
上
に
残
つ
て
居
る
。
歌
を
謡
う
て
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慰
め
た
事
だ
け
は
訣
る
が
、
其
外
の
形
は
知
れ
な
い
。
唯
太
子
と
同
じ
方
法

で
着
物
を
蔽
う
て
通
り
、
形
式
化
し
て
は
、
袖
を
与
へ
る
だ
け
に
止
め
て
置

い
た
事
も
あ
ら
う
と
思
ふ
。

み
て
ぐ
ら
と
ぬ
さ
と
の
違
ひ
は
此
点
に
あ
る
。
絵
巻
物
の
時
代
に
な
る
と
、

み
て
ぐ
ら
・
ぬ
さ
を
混
同
し
て
、
道
の
神
に
ま
で
た
む
け
て
居
る
。
ぬ
さ
は

着
物
を
供
へ
る
形
の
固
定
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
着
物
が
袖
だ
け
に
な
り
、

更
に
布
に
な
り
、
布
の
き
れ
は
し
に
な
る
と
言
ふ
風
に
替
つ
て
、
段
々
ぬ
さ

袋
の
内
容
は
簡
単
に
な
つ
て
行
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
山
の
神
の
手
向
け

と
し
て
袖
を
截
つ
た
事
も
あ
つ
た
の
は
「
た
む
け
に
は
、
つ
ゞ
り
の
袖
も
截

る
べ
き
に
」
と
言
ふ
素
性
法
師
の
歌
（
古
今
集
）
か
ら
で
も
知
ら
れ
る
。
而

も
、
か
う
し
た
精
霊
が
自
分
か
ら
衣
や
袖
を
欲
し
て
請
求
す
る
も
の
と
考
へ
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ら
れ
る
様
に
な
つ
て
来
る
。
此
が
袖
も
ぎ
神
で
あ
る
。
道
行
く
人
の
俄
か
に

躓
き
、
仆
れ
る
こ
と
に
由
つ
て
、
其
処
に
神
の
あ
つ
て
、
袖
を
求
め
て
居
る

も
の
と
言
ふ
風
に
判
ぜ
ら
れ
る
様
に
な
る
。
壱
岐
の
島
な
ど
で
は
、
袖
と
り

神
の
外
に
草
履
と
り
神
と
言
う
て
、
草
履
を
欲
す
る
神
さ
へ
あ
る
。
袖
も
ぎ

神
は
、
形
も
な
く
祠
も
な
い
。
目
に
見
え
ぬ
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
来
た
様
で

あ
る
。

ぬ
さ
が
布
帛
の
方
に
ば
か
り
傾
い
て
来
た
の
は
、
恐
ら
く
古
人
の
布
帛
を
珍

重
す
る
心
が
、
み
て
ぐ
ら
を
供
へ
る
対
象
と
ぬ
さ
を
献
る
べ
き
神
と
を
混
同

さ
せ
る
様
に
し
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
ぬ
さ
の
系
統
に
は
布
で
な
い
も
の
も
あ

つ
た
の
で
あ
る
。
植
物
の
枝
や
、
食
物
ま
で
も
使
は
れ
た
。

植
物
の
枝
は
着
物
同
様
、
屍
を
蔽
ふ
為
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
其
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が
花
の
枝
に
替
つ
た
地
方
も
あ
る
。
此
が
柴
立
て
場
・
花
折
り
阪
な
ど
の
起

り
で
あ
る
。
沖
縄
の
国
頭
郡
に
あ
る
二
个
処
の  

恥  

蔽  

阪  

ハ
ヂ
オ
ソ
ヒ
ビ
ラ

の
伝
説
は
、
明

ら
か
に
其
を
説
明
し
て
居
る
。
恥ハ
処ヂ
を
蔽オソ
ふ
為
ば
か
り
で
な
く
、
屍
を
完
全

に
掩
ふ
た
め
に
、
柴
を
与
へ
て
通
つ
た
の
が
、
後
世
特
定
の
場
処
に
、
柴
や

花
を
た
む
け
る
風
に
固
定
し
た
の
で
あ
る
。

食
物
と
し
て
は
、
米
が
多
く
用
ゐ
ら
れ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
菓
物
を
投
げ
与

へ
る
事
も
あ
つ
た
ら
し
い
。
桃
の
実
や
、
櫛
・
縵
の
化
成
し
た
筍
・
野
葡
萄

の
類
が
悪
霊
を
逐
う
た
神
話
な
ど
は
、
或
種
の
植
物
に
呪
力
が
あ
る
と
見
る

以
外
に
、
精
霊
を
満
悦
せ
し
め
る
食
物
と
し
て
の
意
味
を
、
考
へ
に
入
れ
て

見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
散サ
飯バ
を
呪
力
あ
る
も
の
と
し
て
ば
か
り
考
へ
て
ゐ
る
が
、

や
は
り
食
物
と
し
て
ゞ
あ
る
。
大
殿
祭
に
も
ぬ
さ
と
米
と
が
う
ち
撒
か
れ
る
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の
は
、
宮
殿
の
精
霊
に
与
へ
る
の
が
本
意
で
、
呪
力
を
考
へ
る
の
は
、
後
の

事
で
あ
ら
う
。
す
べ
て
の
精
霊
の
た
む
け
に
は
ぬ
さ
と
米
と
を
与
へ
る
様
に

な
つ
た
。
其
も
亦
、
我
々
の
想
像
を
超
越
し
た
昔
の
事
で
あ
ら
う
。

野
山
の
精
霊
が
米
を
悦
ぶ
と
言
ふ
信
仰
と
、
現
に
と
り
斂
め
ら
れ
ず
に
在
る

行
路
死
人
と
を
一
続
き
に
考
へ
る
と
、
其
死
因
が
専
ら
飢
渇
の
為
で
あ
り
、

此
原
因
に
迫
つ
て
行
く
の
が
、
其
魂
魄
を
和
め
る
最
上
の
手
段
と
す
る
事
に

な
る
訣
で
あ
る
。

天
龍
の
中
流
と
藁
科
の
上
流
と
に
挟
ま
れ
た
駿
遠
の
山
地
を
歩
い
て
知
つ
た

事
は
、
山
中
に
柴
捨
て
場
の
多
い
事
で
、
其
が
大
抵
道
に
沿
う
た
谷
の
隈
と

言
つ
た
場
所
に
あ
り
、
其
処
で
曾
て
行
き
斃
れ
る
か
、
す
べ
り
落
ち
て
死
ぬ

か
し
た
人
の
供
養
の
為
に
し
て
通
る
の
だ
。
さ
も
な
い
と
、
其
怨
念
が
友
引
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き
を
す
る
か
ら
と
の
説
明
を
聞
い
た
の
で
あ
つ
た
。

馬
頭
観
音
や
、
三
界
万
霊
塔
の
類
は
、
皆
友
引
き
を
防
ぐ
為
に
、
浮
ば
れ
ぬ

人
馬
の
霊
を
鎮
め
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
友
引
き
す
る
理
由
は
ど
こ
に
在
る

か
。
自
身
陥
つ
た
悪
い
状
態
に
他
の
者
を
も
ひ
き
込
ん
で
、
心
ゆ
か
し
に
す

る
と
見
る
の
は
、
後
世
の
事
で
あ
る
ら
し
い
。
さ
う
し
た
畏
怖
を
起
す
原
の

姿
は
、
精
霊
の
憑
く
と
言
ふ
点
に
あ
る
様
で
あ
る
。
野
山
の
精
霊
の
憑
き
易

い
事
実
を
、
拠
る
べ
き
肉
体
を
求
め
る
浮
ば
れ
ぬ
魂
魄
の
在
る
も
の
、
と
考

へ
て
来
る
の
が
順
道
で
あ
ら
う
。
一
方
、
非
業
に
斃
れ
た
行
路
の
死
人
を
、

其
骸
を
欲
し
て
入
り
替
つ
た
も
の
と
見
た
。
其
が
更
に
転
じ
て
、
友
引
き
と

言
ふ
考
へ
を
導
い
た
の
で
あ
ら
う
。
総
じ
て
か
ゝ
る
・
つ
く
な
ど
言
ふ
信
仰

は
、
必
、
其
根
柢
に
肉
体
の
な
い
霊
魂
の
観
念
を
横
よ
こ
たへ
て
居
る
。
此
考
へ
方
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が
熟
し
た
結
果
、
永
久
或
は
一
時
游
離
し
た
霊
魂
の
他
の
肉
体
に
か
ゝ
る
と

言
ふ
考
へ
を
導
く
。

小
栗
の
場
合
は
、
他
人
の
屍
を
仮
り
た
と
も
、
自
分
の
不
完
全
に
な
つ
た
骸

に
拠
つ
て
蘇
つ
た
と
も
、
ど
ち
ら
に
も
と
れ
る
事
は
、
前
に
言
う
た
と
ほ
り

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三
　
餓
鬼
つ
き

正
本
自
体
、
火
葬
土
葬
を
問
題
に
し
て
ゐ
る
か
ら
、
此
事
も
言
ひ
添
へ
て
置

き
た
い
。
所
謂
蚩
尤
伝
説
は
、
巨
人
の
遺
骸
を
分
割
し
て
、
復
活
を
防
ぐ
型

の
も
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
古
く
、
捕
鳥
部

ト
ト
リ
ベ

万
ヨ
ロ
ヅが
屍
を
分
割
し
て
梟
せ
ら
れ
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て
ゐ
る
。
平
将
門
は
、
此
ま
で
か
ら
既
に
、
此
型
に
入
る
も
の
と
見
ら
れ
て

来
て
ゐ
る
。
此
と
樹
精
伝
説
と
謂
は
れ
て
ゐ
る
も
の
と
は
、
一
つ
の
原
因
か

ら
出
た
と
は
言
は
れ
な
い
ま
で
も
、
考
へ
の
基
礎
に
な
つ
た
も
の
は
同
じ
で

あ
る
。
霊
魂
或
は
精
霊
の
拠
つ
て
復
活
す
べ
き
身
が
ら
を
、
一
つ
は
分
け
て

揃
は
な
い
様
に
し
、
一
つ
は
焼
い
て
根
だ
や
し
に
し
て
了
ふ
の
で
あ
る
。
日

本
の
風
葬
も
奈
良
以
前
の
も
の
は
、
必
し
も
火
葬
の
後
、
灰
を
撒
い
た
と
も

き
ま
ら
ぬ
様
で
あ
る
。
「
ま
く
」
と
言
ふ
語
こ
と
ばは
、
灰
を
撒
く
事
に
聯
想
が
傾

く
が
、
恐
ら
く
葬
送
し
て
罷マカ
ら
せ
る
意
で
あ
つ
た
も
の
が
（
任マ
く
の
一
分
化
）

骨
を
散
葬
し
た
事
実
と
結
び
つ
い
て
、
撒
く
の
義
を
も
含
む
事
に
な
つ
た
の

で
あ
ら
う
。

　
　
秋
津
野
を
人
の
か
く
れ
ば
、  

朝  

蒔  
君  

ア
サ
マ
キ
シ
キ
ミ

が
思
ほ
え
て
、
歎
き
は
や
ま
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ず
（
万
葉
巻
七
）

　
　
た
ま
づ
さ
の
妹
は
珠
か
も
。
あ
し
び
き
の
清
き
山
辺
に
　  

蒔  

散  

染  

マ
ケ
バ
チ
リ
ヌ
ル

　
　
（
？
）

な
ど
は
、
風
葬
と
も
限
ら
れ
な
い
。

　
　
鏡
な
す
わ
が
見
し
君
を
。
あ
ば
の
野
の
花
橘
の
珠
に
、
拾
ひ
つ
（
万
葉

　
　
巻
七
）

な
ど
も
、
火
葬
の
骨
あ
げ
と
は
き
ま
ら
な
い
。
「
ひ
ろ
ふ
」
と
言
ふ
語
に
、

解
体
し
て
更
に
其
骨
を
集
め
る
事
を
含
ん
で
居
る
の
か
と
思
ふ
。
勿
論
火
葬

は
、
既
に
一
部
で
は
行
は
れ
て
居
た
で
あ
ら
う
。
が
、
私
は
わ
が
国
の
殯
モ
ガ
リの

風
を
洗
骨
に
由
来
す
る
も
の
と
考
へ
て
居
る
。
今
も
佐
賀
県
鹿
島
町
の
辺
に
、

洗
骨
を
行
ふ
村
が
あ
る
位
で
あ
る
。
南
島
と
筋
を
引
く
古
代
人
の
間
に
、
此
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風
が
な
か
つ
た
も
の
と
も
思
は
れ
な
い
。
併
し
、
洗
骨
の
事
実
を
「
珠
に
拾

ひ
つ
」
と
言
う
た
と
考
へ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
洗
骨
は
や
は
り
、
復
活
を

防
ぐ
手
段
な
の
で
あ
つ
た
。
何
に
し
て
も
日
本
の
蚩
尤
伝
説
は
、
其
が
固
定

し
て
後
ま
で
も
、
実
際
民
俗
は
解
体
散
葬
の
方
法
を
伝
へ
て
居
た
も
の
と
考

へ
る
の
が
、
ほ
ん
と
う
で
あ
ら
う
。

家
来
は
火
葬
で
蘇
生
の
途
を
失
ひ
、
小
栗
は
土
葬
の
為
に
、
復
活
し
て
来
た
。

が
、
此
物
語
の
中
に
は
、
肝
腎
の
部
分
な
る
屍
の
不
揃
で
あ
つ
た
、
と
言
ふ

点
を
落
し
て
居
る
ら
し
い
。
斂
葬
に
当
つ
て
、
必
体
の
あ
る
一
部
を
抜
き
と

つ
て
置
い
た
の
が
、
散
葬
に
よ
ら
ぬ
場
合
の
秘
法
で
あ
つ
て
、
其
が Life-i

ndex 

の
伝
説
形
式
を
形
づ
く
る
一
部
の
原
因
に
な
つ
た
も
の
ら
し
い
。
小

栗
の
、
耳
も
聞
か
ず
、
口
も
働
か
ず
、
現
し
心
も
な
い
間
の
「
餓
鬼
阿
弥
」
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の
生
活
は
、
此
側
か
ら
見
ね
ば
訣
ら
な
い
と
思
ふ
。

鬼
に
、
姿
見
え
ぬ
人
に
せ
ら
れ
た
男
が
、
不
動
火
界
呪
に
よ
つ
て
、
再
、
形

を
顕
し
た
と
言
ふ
六
角
堂
霊
験
を
伝
へ
た
今
昔
物
語
の
話
は
、
我
が
国
に
は

珍
ら
し
い
型
で
あ
る
が
、
飜
訳
種
と
ば
か
り
は
き
ま
ら
な
い
。
よ
し
さ
う
で

あ
つ
た
に
し
て
も
、
小
栗
の
場
合
の
今
一
つ
残
つ
た
部
分
の
説
明
に
は
、
役

に
立
ち
相
で
あ
る
。

蘇
生
の
条
件
の
不
備
で
あ
つ
た
屍
の
説
明
か
ら
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
見

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
元
来
屍
を
持
た
な
い
精
霊
の
、
肉
身
を
獲
る
場
合

で
あ
る
。

私
は
長
々
と
、
だ
る
が
行
路
死
人
の
魂
魄
か
ら
精
霊
化
し
て
、
遂
に
は
ひ
だ

る
神
と
ま
で
称
せ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
道
筋
を
暗
示
し
て
来
た
。
其
が
更
に
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仏
説
に
習
合
し
て
、
餓
鬼
と
呼
ば
れ
る
様
に
な
つ
た
事
も
解
説
し
た
積
り
で

あ
る
。
か
う
し
た
精
霊
の
肉
身
を
獲
よ
う
と
す
る
焦
慮
は
、
ぬ
さ
や
、
食
物

の
散
供
を
以
て
な
だ
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
人
に
憑
く
事
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

其
が
、
食
物
を
要
求
す
る
手
段
と
し
て
、
人
に
つ
く
、
と
考
へ
ら
れ
る
様
に

な
つ
た
と
見
る
事
が
出
来
る
。

さ
う
し
た
精
霊
が
、
法
力
に
よ
つ
て
肉
身
を
獲
て
、
人
間
に
転
生
し
た
と
言

ふ
伝
説
の
原
型
が
あ
つ
て
、
う
わ
の
が
原
の
餓
鬼
阿
弥
の
蘇
生
物
語
は
出
来

た
も
の
で
あ
ら
う
。
曾
て
失
は
れ
た
肉
身
を
と
り
戻
し
た
魂
魄
の
悦
び
を
、

単
独
に
餓
鬼
阿
弥
の
上
に
偶
発
し
た
も
の
と
見
る
に
及
ば
ぬ
。
六
角
堂
霊
験

譚
も
、
や
は
り
同
じ
筋
の
も
の
で
あ
つ
て
、
仏
説
臭
味
の
濃
厚
に
な
つ
た
も

の
で
あ
つ
た
。

25



そ
れ
と
比
べ
る
と
、
餓
鬼
阿
弥
の
方
は
、
時
衆
の
合
理
化
を
唯
片
端
に
受
け

て
居
る
だ
け
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
同
時
に
、
念
仏
衆
の
唱
導
に
よ
つ
て
、

此
古
い
信
仰
が
保
存
せ
ら
れ
た
事
も
否
ま
れ
な
い
。
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に
移
し
ま
し
た
。
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※
訓
点
送
り
仮
名
は
、
底
本
で
は
、
本
文
中
に
小
書
き
右
寄
せ
に
な
っ
て
い

ま
す
。

入
力
：
高
柳
典
子

校
正
：
多
羅
尾
伴
内

2003

年12

月27
日
作
成

2004

年1

月25

日
修
正

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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